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刊 行 の こ と ば

原野農芸博物館長 原 野 暮 一 郎

自 然 を愛 す る関 西 文化 人 の 集 ま り「生 き もの趣 味 の 会 」の 人 た ち 4 0 余 人 が 、 戌 年 に ち な み、

当原 野 農 芸 博 物 館 で 「狼 の ゆ くえ」 と題 す る座 談 会 を開 か れ ま し た。

サ ボテ ン類 の 収 集 、 展 示 を は じ め、 わ が 国 農 耕 の は じ ま りか ら近 代 ま で の、 農 業 発 展 を 示 す

農具、 な ら び に民 族 資 料 を 実 収 し、 公 開 して お ります 当館 に お い て こ の よ うな座 談 会 は ま こ と

に有 意 義 な こ とと考 え ま して 、 進 ん で会 場 巻提 供 し に次 第 で す が 、 甲南 女 子 大学 教 授 上野 益 三

博士 、 奈 良 女 子 大 学 教 授 津 田 性 苗 博 士 よ り、 「 日本 狼 は現 存 して い る か ど うか は全 く謎 と きれ

てい る こ と、 明 治 3 8 年 奈 良 県大 台 ケ原 山 中 で 捕 獲 され た の 巻最 後 と し て姿 を消 し、 い まや 歴

史上 の 動 物 とな っ て い る こ と」 が 詳 し く説 明 され 、 深 い感 動 を覚 え ま し た。 そ の 内容 は貴 重 な

資料 で あ り、 後 世 に漬 さね ば な らな い もの と考 え ま し た。 さい わ い、 当館 で座 談 会 の一 ぶ し じ

ゆ うを録 音 し て い ま し た の で 、 これ を広 く、 ま に将 来 に伝 え る に め両 先 生 の ご了 解 を得、 当 原

野農 芸 博 物 館 図録 第 5 集 に ま と め、 関 係 方 面 の お 役 に た て る こ とに 敦 し ま した。

な お、 編 集 に あ に り上 野 、 津 田両 先 生 か ら数 度 の推 敲 な らび に 写 真 の提 供 に あ ず か り、 また

芦屋 大 学 教 授 筒 井 嘉隆 先 生 か ら序 文 を い に だ きま し た こ と、 刊 行 に あ た り厚 く御 礼 巷 申 し上 げ

ま す。

昭 和 4 5 年 盛 夏

序 に か え て

筒 井 嘉 隆

世 の 中 に 、 植 物 や 園 芸 に 趣 味 を もっ て い る人 は数 多 く、 また 動物 や そ の 飼 育

が好 きで た ま ら ぬ と い う人 達 もた く さ ん い る。 お た が い に 分 野 は ち が っ て い て

も 、 生 き も の 好 き で あ る こ と は 共 通 し て い る。 と こ ろ が 「 山 草 会 」 と か 、 「 バ

ラ会 」、「野 鳥 の 会 」、「昆 虫 同 好 会 」 な ど、 範 囲 の 狭 い専 門 的 な集 りは あ るが、

共通 した 話 題 が あ り、 た が い に 見 聞 を広 め て益 し あ う こ と も多 い で あ ろ う「生

き もの 趣 味 の 集 り」 は も た れ て い な か っ た 。

こ うした 集 りを何 とか して もち た い と思 い 、 同 好 の士 が集 って、 年 に 数 回、

座談 会 や 見学 会 、 自然 映 画 の鑑 賞 会 な どの催 し をす る よ うに な って か ら、 も う

2 0 数年 に な る。

そ し て この 度 、 原 野 農 芸 博 物 館 会 議 室 に お い て 、 成 年 に ち な み 「 オ オ カ ミ座

談会」 を催 した。 上 野 益 三 博 士 が 、 明 治 末 年 に 日本 の 山 野 か ら姿 を消 し た ヤ マ

イヌ の、 今 は 世 界 に も僅 か しか残 っ て い な い頭 骨 を持 参 し て、 そ の最 後 の標 本

の収 集 と、 そ の 経 緯 につ い て くわ し く話 され、 津 田 松 苗 博 士 か らは ア メ リカ オ

オカ ミの コ ヨー テ に つ い て、 そ の 頭 骨 を示 され な が ら興 味 深 いお 話 を うか が っ

た。 出席 者 も例 に な く多 く盛 会 で 、 有 意 義 な集 りで あ っ た。

そ し て そ の録 音 が 、 原 野 農 芸 博 物 館 の 報 告 と して 出版 され る こ とに な っ たの

は、 「生 き もの趣 味 の 会 」 と して 望外 の よ ろ こび で あ る。

上 野 、 津 田両 氏 に お 礼 を 申 しあ げ る と と もに、 原 野 館 長 の御 好 意 と御 尽 力 に

対し深 く感 謝 の意 を表 す る次 第 で あ る。
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日本 狼 の ゆ く え

昭和 45年 2 月 14 日、原 野農芸博物館 に於 て、

モ’生 きもの趣味 の会座 談会’，筆 記

上 野 私 は 犬 や 狼 の研 究 を して い る者 で は あ り

ませ ん が、 日本 の 古 代 か ら今 日ま で の 動 物 や 植 物

の変 遷 を調 べ て い る うち に、 犬 や狼 が 出 て くる の

で 興 味 を も つ よ うに な っ た の で す 。 そ こ で そ うい

う こ と か ら お 話 し し ま し ょ う。

日本 の 犬 や 狼 に つ い て最 初 に 動物 学 的 な 記事 を

書 い た の は 、 レー ボ ル ト博 士 で し ょ う。 レ ー ボ ル

トは 日本 か ら ヨ ー ロ ッ パ に か え っ て か ら 「 日 本 動

物 誌 」 を 著 わ し ま し た 。 こ こ に 持 っ て 参 り ま し た

の が その 本 で す。 日本 人 で 狼 に つ い て書 い た もの

は、 東北の酒 田市 の光 丘文庫 や、 熊本大学 に保管

され て い る旧 藩 主 細 川 重 賢 侯 の 文 書 の 中 に あ り ま

す が 、学 術 的 な もの とい え ば、この 「 日本 動 物 誌 」

が 最 初 と い え ま し ょ う。

こ の本 に狼 の 全 形 図 （次 貢 の 写 真 ）、さ らに 頭 骨

を横 と 内側 か ら見 た 図 が あ ります 。 この絵 が 狼 の

ほん と うの 姿 を写 し てい るのか 、 ど うか に は 多 少

疑問 が あ りま す。

日本 狼の実物 は、 東京上野 の国立科学 博物娼 に

剥製 が 1 頭 と、 骨 格 が一 体 あ り ます。 これ を広 島

㌦

ノブ ●

t 一生 き も の 趣 味 の 会 ‥ 座 談

上野 益 三 教 授

高 師教授 の阿部余 四男

とい う先生が写真 に撮

ら れ た の が 、 こ の 図版

で す が 、 こ れ と レ ー ボ

ル ト博 士 の 図 と を く ら

べる と 、 ど う も ン ー ボ

ル トの 方 が ス ラ リ と し

過ぎて い る よ うな 気 が

し ま す 。

ま た、 明 治 13年 、 東

京大学（証1） のお雇い

教師 に な っ た ダ ビ ッ ド・ ブ ラ ウ ン ス と い う 人 が 書

いた狼 の 記事 が、 横 浜 で 刊 行 され た ク リサ ン セマ

ムと い う雑 誌 に 載 っ て い ま す 。 こ の 人 は ド イ ツ の

地質 学 者 です が、 動物 に もた い へ ん 興 味 を も ち、

化石 も多 く集 め て研 究 し ま し た。 この 雑 誌 は 3 ～

4 巻 で 廃 刊 さ れ 、 い ま 日本 じ ゅ う探 し て も な か な

か見 つか らな い 、 珍 し い もの で す 。 た また ま、 そ

の揃 っ に セ ッ トが 東 京 女 子 大学 に あ りま した の で 、

（ 荘 1 ） 東 京 帝 四 大 学 は 明 治 3D年 、 そオt まで は 東 京 大 学 一 帝 正 大 半

デもー

▼

会（ 2 月 14 日原野農芸博物賠 でノ

－13－

「 k ■■l



ブ ラ ウ ン ス の 18 8 1年 の 論 文 を 写 真 に 撮 ら せ て も ら

い ま し た。 も っ と も ブ ラ ウ ン ス の 狼 の 絵 は 、 ミバ

ー トとい う人 が 書 い た 犬 科 の モ ノ グ ラ フに 転 載 し

て あ り ま す 。 こ の 図 が 日本 の 狼 の 生 きた 姿 を 最 も

忠 実 に うつ し て い る よ うに 思 わ れ ま す 。 ブ ラ ウ ン

ス も、 ほ ん と の 姿 が 非 常 に よ く描 け で 一、る と 、 自

分 が 依 頼 し た 画 家 を ほ め て い ます の で 、 これ が 日

本 狼 の 真 実 に近 い 姿 だ と思 い ます。（表 祇 の 絵 ）

狼 は もう 日本 に いな いか

で は、 ンー ボ ル トは ど こで 狼 を 手 に 入 れ た の

か、 とい い ます と、 18 26 年 、 つ ま り文 政 9 年 に 長

崎か ら江戸 へ 、 将 軍 に あ い さつ に 行 くオ ラ ンタ 商

館長 の随 行旅行の途 中、大阪 の天王寺 にあった動

物店 で、 狼 を 見 た と、 日記 に 書 い て い ます 。 そ の

年の 6 月、 江 戸 か ら長 嶋 へ 帰 る途 中 、 再 び そ の動

物店 を訪 れ て い ます。 い ま考 え る と、 高 津 神 社 の

石段 の 下 に江 戸 時 代 か ら有 名 な黒 焼 屋 が あ り、 黒

焼ば か りで な く、 生 きた 動 物 も売 っ て い た こ と が

『 摂 津 名 所 図 会 」 の よ うな 古 い 本 の記 事 か ら想 像

さ れ ま す 。 レ′－ ボ ル トは こ こ で 買 っ た の で し ょ

う。 レ′－ ボル トの旅 行 日記 は 斎 藤 信 と い う方 の 翻

訳で「江戸参府紀行」 の題 で、 F東洋文庫」 とい
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シー ボ ル トの “日本 動 物 誌 ” の扉

シー ボ ル ト記 念 像 （西 独 ・ ク エル ッブル ブ市 ）

（川合禎次博士の好意に よる）
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う双 書 の 1 冊 とし て 出 版 され てい ま す。 それ に よ

る と 、

「 1 匹 の オ オ カ ミ と野 生 の イ ヌ （ ヤ マ イ ヌ ） を

買 っ た こ と が あ る。」

と あ り ます。 斎 藤 訳 の 前に 呉 秀 三 とい う先 生 が

同 じ紀 行 文 巷 「異 国 叢 書 」 の 1 珊 と して 出 し て い

ま す が 、 そ れ に も 同 じ こ と が 善 か れ て お り、 そ れ

に は

「 狼 （ オ カ メ ） 1 匹 と 財 （ ヤ マ イ ヌ ） 1 匹 と を

買 い 入 れ た。」

と な っ て い ま す 。

その後、 明治 7 年 10 月に、三 重県尾 鷲港 に入港

し た英 国 の 小 形 測 量 艦 の、 セ ン ト・ ク コン艦 長 が

大 台 ケ原 の 山容 を望 見 して大 い に 興味 をか き立 て

ら れ た の か 、 1 0 月 15 日 か ら10 日 の 予 定 で 登 山 し ま

した。 そ の紀 行 文 に

「昼 間 で も狼 が間 近 か に きて吠 え た 。」

と あ り ま す 。 そ の 少 し あ と 明 治 11年 に 、 ロ ン ド

ン の 動 物 園 、 ’－ズ ー オ ロ ン カ ル・ガ ー デ ン ” に 生 き

た日本 狼 が 1 匹寄 贈 され ま し た。 は るか 極 東 の 日

本か ら珍 し い 狼 が 送 られ て きた、 と毎 日多 くの 市

民が 見 物 に来 た との こ と です 。

日本 動 物 誌 に 載 って い る 日本 狼 の 函
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以 上 が 日本 浪 に 関 し て 善 か れ た 古 い 資 料 で す

が、 あ と は 明治 38 年 に 大 和 の 駕 家 ロで 1 頭 の狼

が とれ た事 実 丁ごけ で す。 そ れ が 日本 で狼 が 獲 れ た

最後 の 記録 な の で す 。 し か しな が ら日本 に は今 で

も狼 が い る、 い や 、 も うい な い、 とい う議 論 が絶

え ま せ ん 。 私 も、 狼 は す で に 全 く い な く な っ た 、

と 断 言 で き る資 料 を も っ て い る わ け で は あ り ま せ

ん。 しか し、 誰 か が 捕 獲 す るな り、 屍 骸 を持 参 す

るな り、 確 実 な事 実 が な い 限 り、 い る とは 断 言 で

きな い の で す。 明 治 3 8 年 以 後 に は誰 1 人、 狼 を

見て い な い の で す か ら、 も うい な い の で は な い か

とい う こ と が 考 え ら れ る わ け で す 。

遠 野 物 語 の 狼

柳 田国男 先生 の「遠野物語 』 とい う有名 な本 に

つぎの 文 が あ り ます 。 遠 野 は 岩 手 県 釜 石 市 の西 の

方の 地 名 で、 そ こで の聞 き書 きを集 録 し た の が 、

この 物 語 で す が、 そ の中 に今 か ら約 130 年 前 「 和
さかい ざ

野の佐 々木嘉 兵衛 とい う人が界 木峠へ狩 猟に行 っ

たと き、 向 うの 峯 よ り何 百 と も 知 れ な い 狼 が こ な

たへ 向 っ て 走 っ て く る の を 見 て 、 恐 ろ し き の あ ま

り、 木 の 梢 に 登 っ て い た と こ ろ 、 そ の 下 を い く つ

とも知 れ ぬ 足 音 が し て、 北 の方 へ 走 り去 っ た。 そ

れ以 後 、 遠 野 の 狼 は甚 だ 少 な くな っ た。」 と あ り

ます 。 この r 遠 野 物 語 」 に あ る よ うに 、 ま に セ ン

ト・ ㌔ ヨン艦 長 が 大 台 ケ原 山 中 で 、 昼 間 で も狼 に

会っ た こ と か ら み る と 、 明 治 の は じ め こ ろ に は ま

だ、 狼 が か な り各 地 に い た こ とが想 像 され ます 。

しか し、 日本 で は 狼 とは恐 ろ しい 猷 で、 山野 を

彷復 して い る とい う観 念 が苦 か ら強 い あ ま り、 狼

がみ ち溢 れ て い た よ うに 考 え られ た 嫌 い が ない で

も あ り ま せ ん 。 何 れ に し ま し て も、 明 治 1 1 年 に は

ロ ン ドン の動 物 園 に生 きた 日本 狼 が 寄 贈 され て い

ます し、 大 台 ケ原 山 中 で も実 際 に 見 て い るの で す

から、 当 時 か な りの 数 の狼 が生 存 して い た こ とは

事実 で し ょ うが、 明 治 3 0 年 ころ に は 非 常 に少 な

く な っ て い た の も、 ま た 事 実 と い え ま し ょ う。 明

治3 8 年 、 ア メ リカ 人 の マ ル コ ル ム 、 ア ン ダ ー ソ ン

が鷲 家 ロ で 1 頭 の 狼 を入 手 し た と き、 猟 師 た ち は

「非 常 に少 な くな っ て、 珍 ら し い動 物 だ か ら、 う

んと 高 く売 り つ け て や ろ う。」 と 10 円 5 0 銭 と 吹 き

かけ、 結 局 8 円 50 銭 で 売 買 し た こ とか ら考 え 合

わす と、 そ の ころ は も う散 発 的 に 見 られ る程 度 に

なって い た の で し ょ う。 か りに その 後生 存 し て い

たと して も、 1 匹 で は 種 族 は存 続 し ませ ん 。 牝 牡

がそ ろ っ て生 きて い て は じ め て 存続 で きる わ けで

すか ら、 1 匹 狼 で は ど うに もな らず 、 次 第 に 減 少

し、 つ い に は絶 滅 した の で は な か ろ うか と思 うの

です。

つ い で に 、 犬 に つ い て少 しお話 し たい の で す が

その ま え に 北 ア メ リカ の プ レ イ リ ー ・ ウ ォル フ 、

つま り 草 原 の 狼 で す が 、 そ の プ レ イ リー ・ ウ ォル

フに つ い て 、 津 田 さん か らお話 して い た だ きま し

よう 。

日 本 狼 よ り小 さ い コ ヨー テ

シー ボ ル トの ‥日本 動 物 誌 ‥ を説 明 す る上 野 教 授
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津 田 私 は 狼 の こ と は も ち ろ

ん、 哺 乳 類 に あ ま り関 心 が ない

ので 、 こ こ で お 話 で き る ガ ラ で

はあ りませ ん が、 上 野 先 生 か ら

いろ い ろ 誘 わ れ 、 き ょ う、 こ の

標本 を持 って伺 っ た わ け で す。

さて 、 上 野 先生 の狼 の 話 の続

き を 申 し上 げ ます と、 奈 良 県 は

南に 辺 境 を擁 して お り、 い ろい

ろと珍 ら しい 動物 が い ます 。 奈

良県で はい ま、市 、町、村誌の

編簾 が さか ん で、 こ こ十 数 年 の

間に は とん どの 町 村 が 発 行 し ま

し た。 そ の うちに 十 津 川 村 の村

詰が あ り ま す 。 こ れ を つ く る と

き、 わ た く し は 狼 の こ と を 書 か
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津田 絞 首 教授

ねば な ら な い と 考 え て

－お う調 べ ま した。 十

津川 村 と い う の は 、 ご

承知 で も あ り ま し ょ う

が、奈良県 の最 南端 に

ーあ り ま し て 、 北 に 天 辻

山系、 東 に 大 峯 山 系、
は て な し

南に果無山系、西 に護

摩壇 山 系 が あ っ て、 自

然の 境 を な し て い ま

す 。 これ らの 山 脈 の 支

脈 が 村 内 に の び 、 1，00 0 メー トル以 上 の 高 峯 が 40

以 上 も あ る と い う村 で す 。 大 き さ は 村 と し て は 本

州 で一 ばん 大 きい 村 で す 。 そ うい う山 深 い と こ ろ

で す か ら、 狼 も に く さん い に で し よ う し 、 い ろ い

ろの 言 い伝 え もた く さん 残 っ て い ます。 例 ぇば 、

大宮 神 社 とい う祉 で は 狼 が 神 のお 使 い で あ る。 遷

宮 （建 て番 ぇ） の と きに 大 工 が た い て t」＼ その 姿

を見 る とい うの で す。 そ の 狼 は 「足 袋 は き狼 」 で

足 先 が 白 い 。 い ま か ら2 0 年 は ど 前 に もみ た 、 と い

うの で す。 この よ うな狼 が、 お使 い に な っ てい る

神社 は 熊 野 川 の 東 の支 流 、 北 山筋 に もあ ります 。

さ ら に 狼 に つ い て 古 老 た ち に ア ン ケ ー トし た り、

個人 面接 で 聞 い た り、 ま た狼 の牙 で つ くった と い

う印 籠 の 根 付 け を み せ て も ら っ た り、 こ れ ら を 総

合し ま すと、 遠 吠 え を聞 い た 、 足 あ と をみ た、 毛

が混 っ て い る糞 を 見た 、 夜 ま たは 夕 や み の な か で

姿を 見 た、 とい う程 度 で す 。 これ らは 何 れ も狼 が

現存 す る と い う証 拠 に は な りませ ん 。 「白昼 姿 を

みた 」 と い う話 さ え も な い の で す 。 そ れ に 、 た と

え、 誰 か が 白 昼 こ の眼 で狼 呑 み た、 とい い 張 っ た

と し て も、 な お 見 誤 り と い う こ と が あ り ま す か ら

信用 て きませ ん。殊 に明 治 3 0 何 年 か ま で に狼 を よ

大官 神 社 （十～封 II村神納川区）
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くみ て、 狼 を 知 っ てい た 人 は も う、 現 在 で は ほ と

ん ど い な い で し ょ う。 見 た こ と も な い 人 が は じ め

て 、 し か も極 め て 瞬 間 的 に 、 何 か そ れ ら し い もの

を 見 た と き、 そ れ を 狼 と 断 定 す る こ と が 果 た し て

可 能 で し ょ うか。 夕 暮 れ とか 、 夜 とか に 見 た と あ

れ ば な お さ ら の こ と で す 。

狼 の 確 認 は 狼 を捕 え な い 限 りで きませ ん。 あ る

い は 屍 体 を 見 つ け た と い うの で も、 も ち ろ ん 結 構

で す。

実 は わ た くし 自身 の気 持 と して も、 狼 が 絶 滅 し

て い る こ と を 望 み は し ま せ ん 。 少 し で も よ い 。 た

と え 1 頭 で も よ い 。 残 っ て い る こ と を 希 望 し て い

ます 。 害 獣 で あ っ て も、 い ま と な っ て は 貴 重 な動

物 で す 。 奈 良 県 の 山 奥 の ど こか に残 っ て は い ない

か 、 そ うい うは か な い 希 望 を抱 い て い ま す が こ 現

実 の 問 題 と し て は、 存在 の証 拠 は一 つ と して ない

と、 い わ ざる を得 な い の で す 。

斐 田 猪 之 介 氏 が書 い てお られ る よ うな 「実 際 に

は 生 きてい る」 と い う記 事 は 、読 め ば 興 味 深 い の

で す が 、 生 存 し て い る と い う、 は っ き り し た 事 実

は な い の で す。 そ れ は と もか く、 明 治 3 8 年 に最

後 の狼 が奈 良 県 で 獲 れ た と い うこ とは 、 奈 良 県 で

の 狼 の 研 究 が、 ま こ と に や りが い の あ る仕 事 で あ

りま し て、 民 族 学 的 に も、 生 物 学 の うえ で も意 義

が深い と思 う次 第です。

大阪 市大 の鈴木 さん とい う人が、大阪市 立自然

科 学 博 物 館 か ら出 て い るネ ー チ ャー ・ ス タ デ ィに

「狼 と山 犬 』 と蓮 し て書 い て お られ る なか に、

「高 島春 雄博士 に、大台 ケ原 山中で狼の研究 を

し た い が … … と相 談 し た と ころ、 民 俗 学 的 に や

るの な ら と もか く、 動 物 学 的 研 究 は 無理 だ 、 と

教 え られ た の が 強 い 印 象 と な っ て、 い ま だ に 忘

れ られ な い。」

とあ ります 。 つ ま り狼 は歴 史上 の 動 物 で 、 現 存

し て い な い。 た だ し、 民 族 学 的 に 調 べ るな ら、 調

べる価 値 が あ る、 と い う意 味 で、 わ た くしは この

高島 さん の ご意 見 に 同 感 です 。

さて、 話 を 戻 し ま し て、 上 野 先 生 か らお 話 の あ

り ま し た コ ヨ ー テ に 移 り ま し ょ う。

こ れ が コ ヨ ー テ の 頭 骨 で す 。 ア メ リカ の ユ タ 州

とい え ば 不 毛 の 沙 漠地 帯 が 多 い と ころ で す 。 こ こ

ヘモ ル モ ン教 徒 が 移 住 し、 水 を 引 い て 沃 野 を形 成

しま したっ その モ ル モ ン宗 立 の大 学 が ブ ロー ポ市

にあ り ま す 。 プ リ ガ ム ・ ヤ ン グ大 学 と い い ま す

が、 そ この ホ ワ イ ト敦 授 に 招 か れ 、 数 日間滞 在 し
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ま し た 。 そ の と き、 こ の 頭 骨 を も ら い ま し た 。 こ

の 種 類 は 北 ア メ リカ を 中 心 と し て メ キ ン コ か ら 中

米 に まで 分 布 し ます。 食物 は カ モ ン カ を 主 と し、

カ モ ンカ を襲 い、 果 実 、 昆 虫 も 食 べ る と い い ま

す。

こ こ に あ る 日 本 狼 と く ら べ る と 小 さ く 、 キ ャ レ

ヤ に 見 え ま す 。 そ れ か ら ヨ ー ロ ッパ 狼 で す が 、 こ

れ もヨ ー ロ ッパ の 山 岳 の 多 い地 方 に は い ま なお 棲

息 し て い ま す。 ミュ ン へ ン の動 物 園 に も 10 匹 ば か

り 飼 っ て い ま し た 。 セ バ ー ド く らい の か な り大 き

い もの で した。 そ の 写 真 をお 目に か け た い と思 い

ます。 （上 の写 真 参 与照）

知 られ な い くく狼 の最 後 の地”

先 刻 、 上 野 先 生 の お諸 に あ り まし た 最 後 の 日本

狼の 捕 獲 地 、 大 和 の 鴬 家 ロの こ と で す が 、 これ は

く す
吉野 川 の本 流 と高 見 Jtlの 合 流 点 （国 模 ） か ら さ ら

に高見 川 を遡 った 東 吉 野 村 に あ ります 。 私 た ちは

こ こ 巻根 拠 地 と して 、 吉 野 川 水 系 の 生 物 に つ い て

いろ い ろ調 査 して お り ます。 そ の 驚 家 ロ に 杉 ケ瀬

とい う旅 館 が あ り ます。 旅館 の 主 人 は 土 地 の観 光

協会の副会長で、観 光開発にナこいへん熱心 です。

村の 史 蹟 と し て は天 誅 組 の 勇士 た ちの 戦 死 し た 場

所や、 お 墓 が ぁ りま す が、 そ の天 誅 組 の 話 に は と

ても熱 心 で 、 私 が

「 天 誅 組 の ほ か に 、 日 本 狼 の こ と な ど も P R し

ては ど うか。 一 つ －一日本 狼 終 鳶 の 地 ’’ とで もい う

‘ゝ、乍

ミュン へ ン動 物 園 の

ヨー ロ ッ パ 独

（津田教授撮影ノ

標柱 巻 た て て 、 日本 狼 絶 滅 の 由来 で も説 明 した ら

土地 を訪 れ る人 に 興味 が 湧 くので は な い か 。」

と 申 し ま し て、 この 研究 巷 され た上 野 先 生 の こ

と に 言 及 し ま し た ら、 あ る じ は す か さ ず 、

「 そ の 先 生 な ら よ く 知 っ て い ま す 。 こ こ へ も お

見え に な り ま し た 。」

駕家川、芳月楼 の前 あた り、天誅組 の碑が ある

一1 7 －



鷲京 口、 向 う （南 J 【こ山 が 左 右 か ら迫 って い る所 が鷲 家 川 と高 見川 の 合流 点

とい い ま し た 。 と もか く天 誅 組 は あ ま り に も人

口に 檜 灸 さ れ て い る の に 対 し 、 狼 の こ と は ほ と ん

ど知 られ で J、な い の で す。 つ い で の 詣 で あ ります

が、 この 奥 に 神 武 天 皇 が 東 征 の み ぎ り、 天 皇 が 武

道を占 わ れ に古 蹟 が あ り ます 。 丹 生 川上 中 祉 とい

う神 社 の 前 の 夢 淵 とい う淵 で す が、 こ こに 天 皇 が

かめ を沈 め、

「 これ で 魚 が 浮 き上 れ ば 戦 に 隣 つ こ と必 定 。 然

ら ぎ れ ば 放 れ る 。」

と宣 言 され ま した が 、 天 皇 の お言 葉 通 り、 た く

さ ん の ア ユ が 浮 き上 っ 丁こ、 と い う伝 説 の あ る と こ

ろ てす 。 い ま考 え る と、 か め の 中 に 有 毒 物 質 が 入

れ て あ っ た わ け で 、 こ れ が －’毒 流 し ” の は じ ま り

か も 知 れ ま せ ん 。

夢 淵 の 下 流 数 百 メー トル の地 ′与に 、 天 皇 が 魚 の

流 れ るの を ご覧 に な った場 所 を示 す 亡’魚 見石 ” と

い う砕 が 立 っ てい ます 。 この よ うに 駕家 口お よび

そ の H・近 は わ に く し ど もに と っ て な か な か 興 味 の

多 い場 所 で ご ざ い ます 。 夏 の 避 暑 な どに は もっ て

こい の 気 持 ちの よ い清 潔 な と こ ろで す。 （上 の写

真 参 叩1）

日本で数少ない狼の頭 骨

上 野 そ れ で は も う少 し、 狼 や 大 の 話 を し ま し

ょ う。 狼 の類 に は 、 さ きの津 田 先 生 の お 話 の コ ヨ

ー テ 、 欧 州 か ら ア ㌔ ア に い る オ オ カ ミ、 東 南 ヨ ー

ロ ッ パ か ら イ ン ドま で ひ ろ が っ て い る ㌔ ヤ ッ カ

ル 、 そ れ か ら オ ー ス トラ リア の 野 生 犬 デ ィ ン ゴ な

ど が あ り ます 。 日本 狼 も特 異 な種 一 島 椀 種 と して

存 在 し で J、た わ け で す。

そ こで 日本 の 犬 の祖 先 は 、 とい うと、 これ をは

っ き り さ せ る こ と は た い へ ん む ず か し い 。 日本 狼

が 日本 で 家 書 化 され て 犬 に な った か ど うか、 とい

うむ ず か しい 問 題 が あ るわ け で す 。

東大 教授の動物学者 、故渡瀬 庄三郎 博士は

「 日本 の古 代 犬 は大 陸 や 南 方 か ら飼 い な ら され

た も の が 、 民 族 と と もに 渡 来 し た 。」

と説 き、 これ も故 人 の 京 大 教 授 の病 理 学 者 、 清

野謙次博士 は

「 野 生 の 犬 族 が 分 布 し、 それ ぞ れ の地 方 で い ろ

い ろ な時 期 に 飼 い な ら され 、 民 族 と と もに 移 動 し

J －
ノー O 」

と 説 明 し て い ま す 。 で は ど こか ら、 ど の 民 族 と

と もに 来 アニか と い う と 、 これ ま た な か な か む ず か

しい 問 題 て す。 「 日本 古 代 家 書 史」 を著 わ し た鋳

方 貞 亮 と －．、う先 生 は
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「縄 文 時 代 の犬 は わ が国 土 内 で 家 書 化 され た も

ので、 海 外 か ら渡 来 し た ちの て ない 。」

と い うの で す。 い ず れ に し て も 日本 の縄 文 時代

に犬 が飼 わ れ て い た ら しい こ とは 、 出土 の古 骨 か

ら わ か り ま す が 、 こ れ が 狼 と ど の よ う な 関 係 に あ

るか と い う こ と は 、 さ きに 申 し ま し た よ うに 、 そ

う軽 々し く答 が 出 な い の が は ん と うか と思 い ま

す。 早 稲 田大 学 の 直長 信 夫 教 授 が これ らを総 合 研

究され ま した著 述 「 日本 産 狼 の研 究 」 に よ りま す

と、 日本 の石 器 時 代 の 遠 慮 、 弥 生 時 代 も少 し含 め

て、 170 カ所 か ら大 の骨 が 出 て い ます。 そ の うち
か ら こ

奈良 県 田原本 の 唐 古遠蹟 以外 は 大部分 が貝塚 で

す。 それ ら の骨 は 狼 の よ うな野 獣 、 それ と家 犬 と

の維 種 、 き ら に 家 犬 と 、 い ろ い ろ ま じ っ て い ま

す。 縄 文 時 代 とい うと紀 元 前 3 世紀 ご ろ ま で で、

それ か ら 紀 元 後 5 世 紀 近 く まで が 弥 生 時 代 で す

が、 この 弥 生 時 代 の は じ めに は も う米 が 大 陸 か ら

渡来 し て い て、 農 耕文 化 に 移 るわ け で す 。 この時

代の 遺 跡 か らは 大 の骨 は あ ま りに 出 て来 ませ ん 。

縄文 時 代 は狩 猟 が主 だ った の で 犬 を 大 い に 活 用 し

たが 、 農 耕 時 代 に な る と犬 が あ ま り必 要 で な くな

った。 これ が 犬 の 骨 の 出 土 が 少 な い原 因 だ とい う

話です。

4 世 紀 以 後 はい わ ゆ る古 墳 時 代 と な り ます が 、

この 時 代 に は 大 の 形 の 埴 輪 が 出 て来 ます。 その 出

土数 は わ ず か で す が、 日本 人 が 太 古 か ら犬 と親 し

く し て い た こ と を 示 し て い る よ うで す 。

さて、 日本 全 土 に狼 は まだ い る とい う見 方 が あ

り、 斐 田 さん の よ うに大 峯 山 脈 の奥 で 足 あ と な ど

を探 し、 確 か め よ う と して お られ る熱 心 な 方 が あ

りま す の で 、 そ の うちに 何 か が見 つか るか も知 れ

ませ ん。 しか し、 現 在 の と こ ろ、 狼 が い る とい う

具体 的 な 事 実 が な い の で 、 全 ぐ ’まぼ ろ し の動 物 ’’

と い うほ か は な く、 先 ほ どの 津 田先 生 の お 話 に あ

っ た よ うに、 民 族 学 的 な 研 究 対 象 で し か な い よ う

に思 わ れ ます 。

こ こに 持 参 し ま し た頭 骨 は 朝 鮮 の 犬 で す。 （次

貢の 写 真 参 照 ） 日本 の犬 と少 し違 うよ うに 見 え ま

すが、 犬 に変 わ りは あ り ませ ん。 歯 の数 が 犬科 の

特長 で あ る4 2 本 あ り ま す 。

ま た、 これ が モてまぼ ろ し の 日本 狼 ”の頭 骨 で す 。

学名 は カ ニ ス ・ ホ ド ヒ ラ ッ ク ス と な っ て い ま す 。

頭骨 の 大 き き は 、 だ い た い 長 さ2 2 セ ン チ あ り ま

す。（下 及 び次 貢 の 写 真 参 照 ） 鷲 家 ロで とれ た の は

若い 狼 と み え て 少 し 小 さ く、 18 セ ン チ で す か ら、

そ れ に く らべ る と か な り大 き い 方 で す 。 も う亡 く

な られ た 斎 藤 弘 吉 先 生 が 大 切 に保 存 され て い た も

ので す が 、 あ る関係 か ら私 の 手 許 に い ま保 管 し て

います。 斎 藤 先 生 は この 頭 骨 を石 膏 で 形 を と って

大英 博物 館 に 送 り、 鷲 家 ロの 日本 狼 の頭 と くらべ

ても ら い 、 日 本 狼 に ま ち が い な い こ と を確 か め ら

れま した。 つ ま り大 英 博 物 館 か ら 「確 か に 日本 狼
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であ る 」 と い うお 墨 つ き を も ら っ た わ け で す 。 そ

うい うい わ れ の あ る、 日本 で は 数 少 な い狼 の頭 骨

の一 つ で す。 狼 の 遺 体 は 日本 全 国 て 50個 を 出 な い

でし ょ う。 つ い で に 申 し 上 げ ま す と 、 さ き に 申 し

ました 阿 部 先 生 は 哺 乳 類 の 専 門 家 て、 渡 英 の折 に

大英博物嬉 に保 存 され で J、る r′驚家 □の狼 ’’の頭

骨に つ い て詳 し く詔訃ヾ、 その 結 果 を 『 日本 と朝 鮮

の狼 」 と い う論 文 に か い て吉づられ ます。
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カニ ス・ ホ ド ヒラ ック ス の頭 骨 を上 か ら見 る
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カニ ス・ ホ ドヒ ラ ッ クス の 頭 サ を 下 か ら見 る

朝鮮 の 犬 の 頭 骨

わ か らぬ犬 と狼の親近度

これ は 飛 弾 高山 の古 道 具店 で 入 手 し た煙 硝 入 れ

の 標 さげ 袋 で す 。 皮 で で きで J、ます。 根 付 け に は

この よ うに 狼 の 下 顎 の 前 の は し を使 い 、 赤 と黒 に

漆 塗 り して あ ります。 門 歯 は抜 け て い ま す が 、 犬

歯 は完 全 で 、 狼 に 間 違 い あ りませ ん。 犬 や浪 の 歯

は 上 が 片側 3・ 1・4・ 2 。 下が 片側 3・ 1・ 4・ 3

で合計 42 本。 また、前肢 は 5 指、 後肢 は 4 指あ

り、 水 か き が あ る の を 特 長 の よ うに い う 人 が あ り

ま す が 、 こ れ は 特 長 に な ら ん で し ょ う。 こ ま か い

話 に な りま す が 、 大 の 細 胞 の 染 色 体 に つ い て北 大

の 牧 野 佐 二 郎 教授 は「 倍 数 で 7 8 個 あ る」とい い、

雌 雄 を決 定 す る性 染 色 体 は Ⅹ Y 型 で あ る と説 明 さ

れ て い ます 。 そ こで 生 さた 狼 を 捕 え、 染 色 体 を調

べ る こ と が 出 来 れ ば、 犬 と狼 との 関 係 が か な りは

っ き りす る で し ょ うが 、 生 き た 狼 を 捕 え る 望 み が

絶 え た今 日 で は 、 これ を 調 べ る希 望 もな くな っ た

申 けで す 。 も しレ ペ リア狼 とか 朝 鮮 の ヌ クテ で 調

べ る こ とが 出来 れ ば、 犬 と の親 近 の 度 合 －J、が わか

る と 思 い ま す 。

それ 以 外 の こと は古 生 物 学 者 や 考 古 学 者 が 出 土

遺 骨 に つ い て詳 し く調 べ てお られ、 多 くの資 料 が

あ ります 。 これ を総 合 し、 研 究 す れ ば 退 去 の 犬 と

の 関 係 と か 、 系 統 な ど が よ く わ か っ て く る と 思 †′、

ます。 （持 参 の 日本 狼 の 頭 骨 に つ い て 質 疑 あ り。）

江戸時代で も少な か った 狼

日本 の 狼 は全 国 ど こに も多 くい た わ け て は ない

よ うで 、 い わ ば狼 の名 所 と い うか 、 群 棲 地 と い わ

ん ま で も、 か な り多 くい た と こ ろ が あ っ た よ うで

す。 例 えば 関 東 で は秩 父 、 中 部 で は実 演 と飛 弾 、

そ れ か ら 大 和 の 奥 、 さ ら に 西 に も少 し 多 く い た と

こ ろが あ っ た と思 わ れ、 狼 に 関 す る伝 説 もそ うい

う地 方 に 多 く生 ま れ て い ます 。

狼 の 護 符 を 出す 神 社 が 秩 父 地 方 に 多 い こ と な ど

もそ うです ．⊃ 祉頭 の コ マ イヌ が 狼 の 石 像 だ っ た

り、 そ の 他 信 仰 的 な もの が 多 く 見 ら れ る の も 同 地

方 で す 。 まナこ、 狼 の説 話 は 無 数 に ぁ り、 亡丁送 り狼 ”

の 話 や 、 近 ご ろは 1 匹 狼 とい う言 葉 が 流 行 し て い

ます が 、 ほん と に 1 匹 狼 に な っ て は 子 孫 が 絶 え る

ほ か は ない ので す 。 この こ と を最 初 に 注 目 し たの

は 柳 田 国 男 先生 で し ょ う。 先 生 の 名 著 「遠 野 物
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語」 に あ る よ うに 、 狼 の 大 群 が 北 へ移 動 し たが 、

その 後 、 遠 野 地 方 に狼 が 目に 見 え て 少 な くな っ

に、とい う話 な ど は な か な か 、面 白 く読 まれ ます 。

みな津 軽 海 峡 に突 っ 込 ん で し ま っ た わ けで は な い

でし よ うが、 い ま は全 くい な い よ うで す 。 柳 田 先

生の狼 の お話 は、 F孤 猿 随 筆 J とい う本 の 中 に ま

とめ て あ り ます し、 「定 本 柳 田 国 男 集 」 中 に も収

めら れ て い ま す 。 今 日 の 話 の 題 の 「 ゆ く え 」 も柳

田先 生 の 文 か ら借 用 し ま した。

北 海道 に も明治 の は じ め まで 、 た く さん の狼 が

し、ま した。 レ′ベ リア 狼 と 同 系 で 、 内地 の狼 、 つ ま

り日本 狼 とは 別 種 な の で す が 、 これ は 自 然 に 絶 ぇ

ナこの で な く、 人 間 が 殺 し て し ま っ た の で す 。 狼 に

ょ る家書 の 被 害 が 余 りに 大 きか っ た の で、 当 事 者

が彼 ら を全 滅 させ る方 針 を決 め、 毒 薬 で 絶 滅 きせ

ま した 。 全 く見 な くな った の は 明 治 2 2年 ご ろの こ

とで す 。 い ま な ら 2 粗 か 3 組 の 狼 の つ が い を ど こ

かで 保 護 し て、 子 孫 を残 きせ た で し ょ うが 、 絶 滅

さ せ て し ま っ て は い く ら 悔 ん で も 追 っ つ き ま せ

ん。 札幌市の北大博物館 に剥製が あ るだ けで、 ま

こ とに 遺 憾 な こ とで あ り ます 。 北 海 道 狼 は こ こに

あ る 日 本 狼 、 カ ニ ス ・ ホ ドヒ ラ ッ ク ス よ り も大 形

でした 。 自然 保 護 は つ ね に 、 か な り先 の こ と を考

えて 実 行 す べ きで 、 1 匹 狼 に な っ て し ま っ てか ら

では 処 置 な しで す。

話 は 変 わ ります が 、 先 ご ろ必 要 が あ って 、 徳 川

三代将軍家光の実紀、 つ ま り、主 に将軍職 の間の

日記 か ら、 動 物 に関 す る記 事 を書 き出 し ま した と

こ ろ、 家 光 が 3 3 歳 の 血 気 きか ん な こ ろ に は 月 に

4 ～ 5 回 も墨 東 、 葛 飾 そ の他 に 狩 猟 に 出 か けて い

ます 。 そして移 しい ツ ル や 白鳥 を獲 ってい ま す が、

狼の 記 録 は 見 当 りませ ん。 同 じ よ うに八 代 将 軍 吉

宗の 実 紀 を見 ます と、 江 戸 の 東 の ′j、金 ケ原 で 1 日

にイ ノ ン レ 11 頭 、 レ カ 4 7 0 頭 を 獲 っ て い ま す が 、

その う ち に 狼 が 1 匹 あ り ま す 。 こ れ を 見 る と 、 い

まの 東 京 近 郊 に はか な りの 野 鳥 や 野 獣 が い た よ う

です が 、 鹿 が 50 0 頭 近 く も獲 れ てい るの に 、狼 は

ただ の 1 匹 しか 獲 れ て い ませ ん。 狼 は打 ち とめ に

くか っ にの か も知 れ ま せ ん し、 草 食 獣 と 肉 食獣 と

の習 性 の ち が い は あ り ま し ょ うが 、 そ の こ ろ で も

狼の 密 度 は たい へ ん 小 さか っ に と も 想 像 きれ ま

す。 人 間 の 心 の 中 に 根 強 く住 み つ い て い た ほ ど、

狼は 山 野 に み ちみ ち て い た わ け で は なか っ た の で

はな い か と も思 わ れ る の で す 。

日本狼 の最後の舞台、鷲家 口

そ れ で は ア メ リ カ 人 、 マ ル コ ム ・ ア ン ダ ー ソ ン

が大 和 の 貸 家 口 で、 日本 最 後 の 記 録 に な った 狼 を

得た 話 を 少 し 詳 し く い た し ま し ょ う。

ア ン ダ ー ソ ン は 、 鷲 家 ロ に 来 た と き 26 歳 に な

ろうとい う青 年 動 物 学 者 で した 。 大 学 を 出 て間 も

なく、 イ ギ リ ス の ベ ッ ドフ ォー ド侯 と い う大 金 持

ち か ら

「東 洋 で噂 乳 動物 を 集 め て ほ し い」 と望 ま れ、

同侯 の い わ ゆ る動 物 学 探 険 の た めに 来 朝 し ま し

た。 東 北 地 方 を 廻 った あ と、 19 05 年 、 つ ま り明 治

3 8年 の 1 月 、 狩 猟免 状 の 交 付 を受 け るた め奈 良 に

立ち寄 り、 こ こで種 々の 動物 を集 め るに は ど こが

よい か 、 と相 談 し ま した。 鷲 家 ロ あ に りは 獣 が一

ばん よ く集 ま る と ころ だ 、 と教 え られ 桜 井 経 由で
かい か

出か け ま し に。 桜 井 で は 皆 花 楼 に泊 って い ま す。

私もそ の宿 を 見 に行 きま し た。 火 災 に あ っ た た め

規模 が ア ンダ ー ソ ン当 時 の 半 分 に な って い ま し

たが 、 古 い部 屋 が まだ残 って い ま し た。 彼 は そ の

翌日鷲 家 口 に 着 い に の で す。 1 月 13 日の こ とで し

た。 こ こは 鷲家 川 の 谷 の ロに 沿 った 戸 数 20 0 ばか

り、 町 の 端 か ら端 ま で 500 メ ー トル く ら い の 小 さ

い町 で す 。 今 は東 吉 野 村 小 川 と な っ て、 鷲 家 ロ と

いうな つか し い呼 名 は、 奈良 交 通 の バ ス停 留 所 名

と警 察 官 の駐 在 所 名 とに残 るば か りで す。 ア ンダ

ーソ ン は こ こ で 芳 月 楼 と い う宿 に 入 り ま し た 。 宿

の主 人 は前 北 丈 太 郎 とい う人 で した が 、 い ま は家

も人 手 に渡 り、 建 て変 って い る し、 当時 の こ と を

知った 人 もい ま せ ん。 と ころ が 裏 隣 に 住 ん で い た

上谷 万 苦 さん とい う老 人 が あ る こ と を知 り ま し
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た。 い ま大阪 の天 下茶屋で家 具装飾会社 を営 む社

長だ と聞 きま した の で 、 帰 阪 後 訪 れ ま し た。 こ の

上谷 さん の 思 い 出 話 で は、

「芳 月 楼 は 自 分 の 家 か ら一 段 低 い と ころ に あ っ

たの で 、 そ の 2 階 が よ く見 え た。 1 1歳 の ころ だ っ

たと思 う。 芳 月楼 の 2 階 に泊 ってい た西洋 人が裏

庭で猷 の 皮 を剥 い で い た。 レ カ や イ ノ ン レの よ う

な大 き な動 物 の皮 を剥 ぐの で 嫌 わ れ 、 宿 の 主 人 か

ら ’’か ぇ っ て く れ ” と何 べ ん も い わ れ た と 聞 い た

こ と を 覚 え て い る 。」

こ の ア ン ダ ー ソ ン と い っ し ょ に 鴬 家 ロ に 来 た 日

本人が います。 通訳兼助 手の金 井 清 とい う人、

それ か ら鉄 砲 の 名 人 とい わ れ た石 黒 兵次 郎 と い う

人、 この人 は 千 島 ヘ ア ゲ ラ ン と りに 行 って い た人

です が、 横 浜 で ア ンダ ー ソ ンに 見 込 まれ 、 猟 人 と

し て同 行 し た の で す 。 ア ンダ ー ソ ンは石 黒 を ブ ラ

ック ス トン と呼 ん で親 しみ ま し た。

金井 清 とい う方 は一高 か ら東京帝 大法科 の政経

学科 を卒業 し、長年鉄道 省詞係 に勤 めた後、 戦後

には諏訪 市長 を 6 年 間つ とめ、 その後社団法 人世

界貿 易 セ ン タ ー の理 事 に な られ 、 昭 和 4 1 年 に 死

去され ま した 。 ア ンダ ー ソ ンが 出 した 新 聞広 告 を

見 て 応 募 し た の で し た。
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鷲衆口の上 流、窯家 に残 る昔 の伊勢街 道道 しるべ

さ て 、 ア ン ダ ー ソ ン の 鷲 家 口 で の 記 録 に よ る

と、 獲 物 は 日本 狼 1 、 狸 の牡 1 、 テ ン の牡 2 、 牝

2 、 イタ チ の 牡 6 、 ム サ サ ビの牡 3 、 牝 1 、 モ モ

ンガ牡 2 、牝 4 、 カ モ レ カ の牡 と牝 各 1 、 リス の

牡1 、 牝 2 、 ノ ウサ ギ の牝 牡 各 2 、 イ ノ ン レの牝

1 、 レ カ の 牝 1 。 これ だ け の もの を 2 週 間 に獲 っ

たの で す か ら、 相 当 の大 猟 だ っに わ けで す 。 も ち

ろん 、 大 きい もの は 土 地 の猟 師 か ら も買 い 込 んで

います。 鷲家 □周辺がいか に獣 の宝庫 で あったか

がわ か りま す。 この 記 嶺 を 見 て不 思 議 に 思 うの は

ネズ ミの よ うな 小 動 物 が 少 し もな い と い う こ とで

す。 小 動 物 もた くさん 獲 っ て い た の で す が 、 この

あと四 国 へ 狩 猟 に 渡 る と き、 神戸 の 旅 館 に 預 け ま

した。 そ の 旅 館 が ア ンダ ー ソ ンの 留 守 中、 隣 の映

画館 か らの 出 火 で 類 焼 し、 預 けた ′ト動 物 は 丸焼 け

にな って し ま っ た の で す。 惜 しい こ とで した。

鹿 を追いかけて撲殺 さる

さて 、 日本 狼 に 関 す る 金 井 さん の 記 録 に よ る

と 、

1 月2 3 日、 2 人 の猟 師 が 1 頭 の 狼 をか つ い で売

り に 来 た 。 き く と 10 円 5 0 銭 だ と い う。 高 す ぎ る と

一た ん はね つ け た が 、 ア ン ダ ー ソン は 、 日本 で 狼

はも う、 容 易 に 手 に 入 らない こ とを知 って い た の

で、 ぜ ひ 買 い た い とい う。 金 井 さん は 、 い ま買 う

こ と は な い 、 と ア ン ダ ー ソ ン に し ば し の 辛 抱 を 要

求し た。 果 た せ るか な、 猟 師 た ちは 再 び 狼 を担 い

で現 わ れ た。 結 局 、 8 円 畠0 銭 で 買 っ にが 、 腹 部 が

少し青 く な りか け て 臭 く な っ て い た 。 や む な く頭

骨だ け を保 存 し た らし い の で す。 皮 の こ とは よ く

わ か ら な い。 金 井 さん は

「 これ が 日本 で 最 後 の狼 に な ろ うとは 思 い もし

なか っ た 」

と感 慨 深 い 述 懐 の 記 を 3 3 年 後 に 書 い て お られ

ま す。 先 ほ ど話 し ま し た よ うに、 この 頭 骨 は 大 英

博 物 館 博 物 学 部 に保 存 して あ ります 。

私 は この 狼 が ど うして 獲 れ た か 、 も う少 し詳 し

く 知 る こ とが 出 来 な い もの か と 、 鷲 家 ロ で い ろ い

ろ人 に きい て まわ る うち、 亀 屋 とい う古美 術 店 の

先 代 が 知 っで J、に ら しい こ とが わか り ま した 。 以

下 は 私 が 亀 屋 の 当 主 亀 井 恭 蔵 さん か ら きい た 先代

の 詣 で す 。 ど こ まで 真 実 か 保 証 で き ませ ん が 、 面

白い ので お話 し し ます 。
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鴬家 ロの北端、右の新建築物 の場所 に芳 月接 があ った

「高見川 と鷲家川 の合 流点に、 （ 6 頁 の写 真参

照） 秋 に な る と材 木 流 しの た めの セ キが作 られ ま

す。 材 木 が一 定 l 集 ま る と、 セ キを 開 い て ど っ と

材木 を流 します。 これ を上 市で拾い上 げて製材 に

まわ す ので す 。 この臨 時 の 貯 木 ダ ム で筏 師 た ち が

材木 を筏 に組 ん で い る と、 1 頭 の ン カ が何 か に追

われ て 森 か ら 逃 げ て 来 ま し た。 3 8 年 の 1 月 は 特

別に 寒 くて薄 氷 が 張 って い た の を、 レカ は うろ た

え て氷 の上 に 飛 び 出 し ま した 。 氷 が割 れ て 足 を と

られ 、 もが い て い る と こ ろへ 、 それ を追 っ て浪 が

走り出 て来 て、 これ また 氷 の 割 れ 目 に 足 を と られ

た。 こ れ を み る な り筏 師 た ち は ’’こ の 野 郎 ッ” と

ばか り得 物 を手 に と って な く－■り殺 し た。 狼 の 死 休

は役 に も立 つ まい と、 放 って お い た ので す が、 あ

とで 村 に 来 てい る西 洋 人 が 高 く貰 っ て くれ る と き

き、 それ な らとか つ ぎ込 ん だ 、 とい うの で す。 だ

から 日数 が た ち、 腹 部 が青 く、 腐 りか け て い た の

です。」

に い へ ん 面 白い 、 出 来 す ぎた よ うな話 で す が 、

こ の 話 は 駕 家 口 で よ く語 り 伝 え ら れ て い る よ うで

す。 その 真 相 を－ ば ん よ く知 って い に の が 現 場 に

近い 亀 屋 の先 代 だ とい うの で す 。

な お、 ア ンダ ー ソ ン が皮 を 剥 い だ 狼 の頭 骨 に つ

けた 符 箋 の 文 字 が あ り、 短 文 で す が 極 め て 重要 な

資料 で あ り ます。 それ は 「 この 狼 は肉 の ま ま手 に
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入れ た 。 （皮 だ け買 っ た の で は ない とい う意） そ

れ以 上 の こ とは 私 は 何 も知 らな い。 しか し、 この

動物 は非 常 に稀 で あ っ て、 ほ とん ど絶 滅 し か か っ

てい る と、 人 は い う。 日 本 名 は オ オ カ ミま た は ヤ

マ イ ヌ と い う。」 と 書 い て あ る の で す 。 こ の 符 箋

によ っ て、 当時 、 す な わ ち 明 治 3 8 年 の ころ で も、

狼は 稀 で あ っ た こ と が わ か り ま す 。 も っ と も、 そ

の後 で も日本 狼 は ど こか に い るに違 い な い と自信

を もっ て い る人 が何 人 か い る こ とは 、 前 に 申 しま

し た 通 りで す 。 そ う思 っ て い る の が ロ マ ン チ ッ ク

でよい か も知 れ ませ ん 。 大 和 山 岳 会 々長 で あ った

岸田 日 出 男 さ ん の よ う に 「 こ れ は ど お び た だ し く

いた狼 が・・‥‥」 とい う言 葉 は 果 た し て真 実 で し ょ

うか。 岸 田 さん の 記 事 は 明 治 3 3～ 3 4 年 ご ろ の こ

と をい っ て い るの で す。 ア ンダ ー ソ ンが 非 常 に稀

だと符 箋 に書 き とめ た の は、 す ぐそ の 数 年 後 の こ

と な の で す 。 私 に は ア ン ダ ー ソ ン が 聞 い て 書 き と

めた よ うに 、 明 治 38 年 ご ろ に は も う、 ご く稀 に

なって い た の で は な い か と思 わ れ るの で す 。 今 で

は動 物 学 の 領 分 を は な れ て、 さ きに 津 田 先 生 の お

話に あ りま し た よ うに 、 も う民 族 学 の 領 分 に移 っ

たと い うの が 、 実 情 で は な い で し ょ うか 。 と り と

めの な い 諸 に 終 り ま した が 、 み な さん 方 の ご意 見

もお 聞 か せ 願 い た い と存 じ ま す。
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型星 ：軸胴950－1230．尾270－400．足245－265．耳80－125．鎖骨全長l郎－2ア5．

上節四約白地20 ．5・一29 ．0。

全 垂 ‥丁 ジ丁・ ヨー ロ ッパ の大 部 分 と雅 ア メ リカ。

川ユ・ ニホ ンオオ カミ 伽 血 I岬 〟●ゐd 印 加Id∬ T 川 ”即 ■

1 939・ Cd，血叫 仙∫T且山川叫 T ijd＄Chr．N atuurl．Gesched，Physiol．5；
2 8 も H o n d 0 ． J a p a n ．

堕塾 ：オオカ ミ中最小の亜種の 1 つで．特に四肢 と耳介が短 い。 しか し． なお．四

肢の長 さは 長胸 の イ ヌ と大 差 な く， 日本 在 来 の イ ヌよ りは る か に 長 い。 即 ち ．前 肢 の

肘まで の高 さ心 有 の端 よ り座 骨 の端 まで の 長 さの 地位 。 体 毛 は 長 く． タ ン色 を おぴ

たペ ージ色，頬・背・体側・尾の毛は先端が僅かに患い。上下層 と頼 は白色 に近 く．

耳介後而は赤茶色．前脾下 軸前面 に焦 茶色 の斑紋があ る。頭骨は短小で吻は短 く広 い。

地 盤 ‥層胴950－1140山m ．尾3叫 足245・－250，耳80－81．瑛骨全長186－

2 08，上界四前日郎 0ふ －22．ア。

本亜種は 1905年頃を壌 に して絶滅 したよ うで ある。従 って磨本 も睦めて少 く，別魁

棲木は国立科学博物 せ所載 の福 島県亜 8 ．東京大学曲学郎所践の岩手県塵 ？．和歌山

大学所載 の 3 点 しかぇ っていない。 しか し，較骨 はか な り多 く保存 されてお り．特に

丹沢附近の部落か ら多 く先見 されている （梅 沢英 三氏専）。

垂直 ：本州．四乱 九州。

川き・ エゾオオカミ 仙 ▲I岬 〟■仙 h J K 18t11t〉▲

1 93l・ C〃血 Jゆ附 加上山 K 抑lID▲．La n sa n ia．3，25 ：73．（N ．Ⅴ．） Ci亡y of

S ap poro，H ok ka ld 0．Jap an．

19 3 亭． C α〃由 JIゆ I作 付 ∬ P o o 加 工．P ．Z ．S ．6 5 9 ． Y e z o ．

蟹 塾 ：オオ カ ミの 中で 最 大 の 亜 種 の 1 つ で ． ニ ホ ン オ オ カ ミよ り著 し く大 き い。 体

色は変化が多いが．尾先は黒 く腕前面に暗色珪がある。頭骨は吻が狭 く長い。前臼 歯

は ニ ホ ンオオ カ ミよ り大 。

測定 その他 ：頼嗣1200 －1290 ，

上鮨四前日幽28・5。

本亜種 も北海道で ほ1900 年頃．

尾野0 －400．足250，耳105－115，頭骨全 長269．6．

絶滅 した らしい。標本は北海道大学 に 8 9 2 頑保存

され る のみ 。但 し■サ ハ リ ンと恐 ら く千 島 に は尚 生 存 して い る とい う（ H ▲R PE 払，1 9 4 5）。

垂直 ：北海乱 サハ リン；千 亀○
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